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補聴器初診患者数（年間）
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国
か
ら
初
診
患
者
さ
ま
が
年
間
約
3
0
0

例
、
再
診
患
者
さ
ま
が
1
日
平
均
40
例
と
、

非
常
に
多
く
の
患
者
さ
ま
が
来
院
さ
れ
る

外
来
と
な
っ
て
い
ま
す
〔
図
1
・
2
〕。

　
当
科
の
特
徴
は
、
耳
鼻
咽
喉
科
医
と
言

語
聴
覚
士
が
密
な
連
携
の
下
、
聴
覚
診
療

に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
開
設
当
初

は
耳
鼻
咽
喉
科
医
5
名
、
言
語
聴
覚
士
1

名
と
い
う
体
制
で
し
た
が
、
患
者
さ
ま
の

増
加
に
伴
い
、
現
在
で
は
耳
鼻
咽
喉
科
医

5
名
の
他
に
、
専
属
の
言
語
聴
覚
士
3
名

と
臨
床
検
査
技
師
1
名
を
増
員
し
、
そ
し

て
看
護
師
3
名
、
事
務
員
4
名
に
も
協
力

し
て
も
ら
い
、
日
々
の
診
療
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
〔
写
真
：
ス
タ
ッ
フ
〕。
聴
覚
セ

ン
タ
ー
で
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
専
門

性
の
高
い
聴
覚
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

特　集

補
聴
器
診
療
に
つ
い
て

　　
聴
覚
セ
ン
タ
ー
〔
写
真
1
：
聴
覚
セ
ン

タ
ー
入
口
〕
で
は
専
属
の
言
語
聴
覚
士
を

中
心
と
し
て
、
補
聴
器
診
療
を
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
毎
日
行
っ
て
お
り
、
聴
覚

セ
ン
タ
ー
の
中
で
最
も
患
者
数
の
多
い
外

来
と
な
っ
て
い
ま
す
。
補
聴
器
診
療
で
は

難
聴
の
方
の
み
な
ら
ず
、
耳
鳴
治
療
を
目

的
と
し
た
方
も
全
国
か
ら
来
院
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
効
果
的
な
補
聴
器
診
療
の
た
め
に
は
、

適
切
な
聴
覚
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
補

聴
器
の
調
整
を
含
む
）
が
重
要
で
す
。
当

科
で
は
最
初
の
3
ヶ
月
間
は
週
1
回
の
頻

度
で
来
院
し
て
い
た
だ
き
、
聴
覚
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

近
年
の
患
者
数
の
急
増
に
伴
い
、
行
え
る

診
察
や
検
査
の
数
に
限
界
が
来
て
い
ま
し

た
が
、
今
回
の
聴
覚
セ
ン
タ
ー
開
設
に
伴

い
専
用
の
診
察
室
を
1
室
か
ら
4
室
、
検

査
室
を
1
室
か
ら
3
室
へ
増
設
し
、
よ
り

充
実
し
た
診
療
が
可
能
と
な
り
ま
し
た

〔
写
真
2
：
診
察
室
、
写
真
3
：
検
査
室
〕 

。

　
ま
た
当
科
で
は
補
聴
器
が
初
め
て
の
方

で
も
気
軽
に
試
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
、
最
初
の
3
ヶ
月
間
は
補
聴
器
を
貸
し

出
し
て
、
患
者
さ
ま
の
納
得
が
い
く
ま
で

は
じ
め
に

　
2
0
1
6
年
4
月
1
日
よ
り
、
当
院
耳

鼻
咽
喉
科
外
来
内
に
設
立
さ
れ
た
聴
覚
セ

ン
タ
ー
が
稼
働
い
た
し
ま
し
た
。
聴
覚
セ

ン
タ
ー
で
は
、
耳
鼻
咽
喉
科
医
と
耳
鼻
咽

喉
科
専
属
の
言
語
聴
覚
士
が
中
心
と
な
っ

て
、
専
門
的
な
聴
覚
診
療
（
補
聴
器
・
人

工
内
耳
・
小
児
難
聴
診
療
）
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。

聴
覚
セ
ン
タ
ー
と
は

　
聴
覚
セ
ン
タ
ー
は
、『
聞
こ
え
が
悪
く

て
困
っ
て
い
る
全
て
の
患
者
さ
ま
に
対
し

て
、
専
門
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
を
提
供

す
る
』
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
当
院
耳
鼻
咽
喉
科
で
は
2
0
0
6

年
4
月
に
聴
覚
セ
ン
タ
ー
の
前
身
と
な
る

『
言
語
聴
覚
外
来
』
を
開
設
し
て
聴
覚
診

療
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
開
設
当
初
は

1
日
10
例
程
度
の
小
規
模
な
外
来
で
し
た

が
、
開
設
か
ら
10
年
が
経
ち
現
在
で
は
全

何
回
で
も
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
効
果
的
な
補
聴
器
を
作
り
上
げ
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
専
門
設
備
も
充
実
し
て

い
ま
す
。
中
で
も
補
聴
器
周
波
数
特
性
装

置
（
補
聴
器
の
状
態
を
客
観
的
に
把
握
す

る
た
め
の
器
械
）や
補
聴
器
適
合
検
査（
補

聴
器
を
装
着
し
た
状
態
で
行
う
効
果
測

定
）
の
設
備
を
3
台
ず
つ
所
有
し
て
お
り
、

患
者
さ
ま
に
と
っ
て
最
適
な
補
聴
器
活
用

に
役
立
て
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
聴
覚
セ
ン
タ
ー
で
は
国
内
に
流
通

し
て
い
る
全
て
の
補
聴
器
メ
ー
カ
ー
に
対

応
で
き
る
体
制
で
診
療
を
行
っ
て
い
ま

す
。「
販
売
店
や
他
の
医
療
機
関
で
補
聴

器
を
購
入
し
た
け
ど
上
手
く
い
か
な
か
っ

た
」
と
い
う
方
が
、
所
有
さ
れ
て
い
る
補

聴
器
を
持
ち
込
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
も
可

能
で
す
の
で
、
お
気
軽
に
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

聴
覚
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
し
た　

聴
覚
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
ま
し
た　

平
成
２８
年
４
月

非常に多くの患
者さまが来院さ
れる外来となっ
ています。

し
ん
で
ん

せ
い
い
ち

新
田　
清
一

耳
鼻
咽
喉
科

主
任
診
療
科
長

す
ず
き

だ
い
す
け

鈴
木　
大
介

言
語
聴
覚
士

聴覚センターのスタッフ
【耳鼻咽喉科医・言語聴覚士・臨床検査技師・看護師・事務員】
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筆者紹介

耳鼻咽喉科
主任診療科長　
聴覚センター長

新田　清一 医師

言語聴覚士

鈴木　大介

人
工
内
耳
診
療
に
つ
い
て

　

人
工
内
耳
は
、
補
聴
器
を
装
用
し
て
も

効
果
が
十
分
で
な
い
重
い
難
聴
の
患
者
さ

ま
に
対
し
て
行
う
高
度
な
専
門
医
療
で
す
。

聴
覚
セ
ン
タ
ー
で
は
お
子
さ
ま
か
ら
大
人

の
方
ま
で
全
て
の
年
代
の
患
者
さ
ま
に
対

し
て
、
人
工
内
耳
を
埋
め
込
む
手
術
や
調

整
、
そ
の
後
の
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
※
ま

で
一
貫
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。
近
年
で

は
、
人
工
内
耳
は
様
々
な
形
状
の
も
の
が

登
場
し
て
お
り
、
手
術
を
行
う
際
に
患
者

さ
ま
の
意
向
で
使
用
す
る
機
器
を
選
択
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

人
工
内
耳
診
療
で
は
、
手
術
後
の
調
整

と
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
極
め
て
重
要
で

あ
り
、
人
工
内
耳
の
効
果
を
大
き
く
左
右

し
ま
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
人
工
内
耳
の

調
整
装
置
を
複
数
台
整
備
し
、
な
る
べ
く

頻
回
に
通
院
し
て
い
た
だ
け
る
体
制
を
整

え
て
お
り
ま
す
。

小
児
難
聴
診
療
に
つ
い
て

　

お
子
さ
ま
の
言
語
発
達
に
お
い
て
は
、

こ
と
ば
の
入
り
口
と
な
る
『
聞
く
』
過
程

が
と
て
も
重
要
で
す
。
こ
の
『
聞
く
』
領

域
を
担
う
聴
覚
セ
ン
タ
ー
で
は
、
難
聴
の

診
断
か
ら
補
聴
器
や
人
工
内
耳
に
よ
る
聴

覚
活
用
や
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
総
合

的
な
小
児
難
聴
診
療
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

難
聴
の
診
断
や
補
聴
器
調
整
の
際
に
は

正
確
な
聴
力
評
価
は
非
常
に
重
要
で
あ

り
、
お
子
さ
ま
の
言
語
発
達
を
大
き
く
左

右
し
ま
す
。
そ
の
た
め
当
セ
ン
タ
ー
で
は

小
児
用
の
聴
力
検
査
機
器
を
有
し
、
新
し

い
聴
力
検
査
で
あ
る
視
覚
強
化
式
聴
力
検

査
（
Ｖ
Ｒ
Ａ
）
や
聴
性
定
常
反
応
聴
力
検

査
（
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｒ
）
も
完
備
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
お
子
さ
ま
の
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

は
机
上
で
行
う
訓
練
だ
け
で
な
く
、
遊
び

を
通
し
て
行
う
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
当
セ
ン
タ
ー
で
は

広
々
と
し
た
専
用
の
プ
レ
イ
ル
ー
ム
を
完

備
し
、
お
子
さ
ま
が
の
び
の
び
と
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
し
ま
し
た
〔
写
真
：
プ
レ
イ
ル
ー
ム
〕。

プ
レ
イ
ル
ー
ム
に
は
小
児
専
用
の
検
査
室

〔
写
真
：
プ
レ
イ
ル
ー
ム
内
検
査
室
〕
と

補
聴
器
・
人
工
内
耳
の
調
整
機
器
が
あ
り
、

よ
り
質
の
高
い
補
聴
器
・
人
工
内
耳
調
整

を
目
指
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
こ
の
プ
レ

イ
ル
ー
ム
を
用
い
て
両
親
講
座
や
情
報
交

換
会
な
ど
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
く
予
定

で
す
。

　

難
聴
の
専
門
医
療
を
受
け
た
い
方
、
補

聴
器
や
人
工
内
耳
を
希
望
す
る
方
は
是
非

聴
覚
セ
ン
タ
ー
を
受
診
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
ス
タ
ッ
フ
一
同
、
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

耳の構造と人工内耳の仕組み

慶應義塾大学　医学部卒業
《専門医療》 
耳鼻咽喉科一般、耳科学、聴覚医学

《学会専門医等》
日本耳鼻咽喉科学会専門医
補聴器適合判定医師、補聴器相談医
日本頭頸部外科学会、頭頸部がん暫定指導医
慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科客員講師
日本耳鼻咽喉科学会栃木県地方部会
補聴器キーパーソン
同学会　福祉医療（成人・老年）委員長
同学会　学術委員
日本耳鼻咽喉科学会　広報委員会委員
栃木県教育支援委員会委員
栃木県保健福祉部非常勤嘱託医

2004年

同年

2006年
 

同年

国際医療福祉大学
保健学部言語聴覚学科 卒業
国際医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科 入学
国際医療福祉大学大学院
医療福祉学研究科 修了
済生会宇都宮病院 入職

●遊びを通して行うハビリテーション専用のプレイルーム

❶ スピーチプロセッサ※1内の小型マイクが音を拾い、電気信号に変換します。

❷ 音を分析し、特殊なデジタル信号に変換します。

❸ この特殊なデジタル信号が送信コイルへ送られ、皮膚を通してインプラント※2へと送信されます。

❹ インプラントは信号を刺激パルスに変換して、蝸牛内の電極へ送ります。

❺ 刺激は聴神経から脳に伝わります。脳が刺激を音として解釈します。

※１体外機器
　  スピーチプロセッサ　 　

※2体内機器　
　 インプラント

❶
❷

❸

❺

❹

聴神経 蝸牛でとらえた信号
を脳に伝える

鼓膜から伝わってきた音を
神経の信号に変える

周囲の音を聞くためのマイク
送信コイルから送られた音を
蝸牛に伝える役割を果たす

脳

鼓膜
蝸牛
かぎゅう

こまく

※ 

ハ
ビ
リ
テ
―
シ
ョ
ン
と
は
、
先
天
性
も
し
く
は

幼
少
時
か
ら
の
障
害
児
を
対
象
と
す
る
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
す
。

（出典：メドエルジャパン株式会社）

●プレイルーム内検査室

●補聴器の調整機器を使用して調整を行っている様子●補聴器周波数特性装置

スピーチ
プロセッサ

インプラント

送信コイル


